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韓
国
仏
国
寺
の
無
垢
陀
羅
尼
経 

 

【
ス
ク
ー
プ
】
韓
国
木
版
印
刷
物
は
世
界
最
古
じ
ゃ
な
か
っ
た
？ 朝

鮮
日
報
（
二
〇
〇
七
年
三
月
九
日
） 

 

「
世
界
最
古
」
の
無
垢
陀
羅
尼
、
日
本
の
百
万
塔
陀
羅
尼
経
よ
り
新
し
い
可
能
性 

世
界
最
古
の
木
版
印
刷
物
と
し
て
国
史
（
韓
国
史
）
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」

が
、
新
羅
時
代
（
八
世
紀
初
め
か
ら
七
五
一
年
以
前
）
の
も
の
で
は
な
く
、
高
麗
初
期
（
十
一
世
紀
前
半
）
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
が
発
見
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
は
、
一
九
六
六
年
に
仏
国
寺
釈
迦
塔
の
二
層
目
の
舎
利
函
か
ら
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」
と
と
も
に
発

見
さ
れ
た
「
釈
迦
塔
重
修
記
（
修
理
記
録
）」
が
最
近
判
読
さ
れ
、
こ
の
重
修
記
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」
が
十

一
世
紀
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
た
た
め
。
従
っ
て
、
世
界
最
古
の
木
版
印
刷
物
は
、

日
本
の
「
百
万
塔
陀
羅
尼
経
」（
七
七
〇
年
）
に
な
る
可
能
性
が
高
ま
り
、
関
連
学
会
に
は
衝
撃
が
走
っ
て
い
る
。 

「
釈
迦
塔
重
修
記
」
は
「
太
平
四
年
（
一
〇
二
四
年
）
三
月
仏
国
寺
無
垢
浄
光
塔
重
修
記
」
と
い
う
題
名
で
始

ま
り
、「
巻
物
状
の
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
と
（
も
う
一
つ
の
）
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
（
の
二
点
）
を
塔
の
中
に

収
め
た
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
以
外
に
も
、「
宝
き
ょ
う
印
陀
羅
尼
経
」
や
、
舎

利
数
点
、
各
種
の
香
（
こ
う
）
数
十
点
、
庫
裏
に
金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
○
○
（
欠
字
）
、
金
製
の
瓶
な
ど
も
収
め
ら



-2- 

れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
各
種
の
香
や
金
銅
製
品
な
ど
は
一
九
六
六
年
に
釈
迦
塔
か
ら
発
見
さ
れ
、「
宝

き
ょ
う
印
陀
羅
尼
経
」
は
最
近
判
読
に
成
功
し
た
「
墨
書
紙
片
」
に
釈
迦
塔
重
修
記
と
と
も
に
存
在
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。 

「
墨
書
紙
片
」
と
は
、
六
六
年
の
釈
迦
塔
調
査
の
際
、
モ
チ
の
よ
う
に
固
ま
っ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
た
一
一
〇

枚
余
り
に
上
る
紙
片
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
は
内
容
不
明
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
九
〇

年
代
初
期
に
国
立
中
央
博
物
館
が
こ
の
「
墨
書
紙
片
」
を
判
読
し
、
保
存
処
理
を
行
お
う
と
試
み
た
が
、「
重
修
記
」

と
い
う
文
字
を
判
読
し
た
だ
け
で
作
業
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
。 

し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
に
重
修
記
の
存
在
が
マ
ス
コ
ミ
に
知
ら
れ
る
と
、
博
物
館
は
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
と
呼

ば
れ
る
「
墨
書
紙
片
」
の
本
格
的
な
判
読
作
業
に
取
り
組
み
始
め
た
。
こ
れ
ま
で
釈
迦
塔
は
七
五
一
年
の
創
建
以

来
、
重
修
（
大
規
模
な
修
理
・
補
修
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
判
読
作
業
は
韓
国

史
を
後
退
さ
せ
る
可
能
性
も
あ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
作
業
だ
っ
た
。 

そ
し
て
、
国
立
中
央
博
物
館
側
は
最
近
、「
重
修
記
そ
の
も
の
は
ま
だ
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
、
判

読
文
だ
け
を
本
紙
に
独
占
提
供
し
た
。
本
紙
は
、
こ
の
漢
文
で
書
か
れ
た
判
読
分
の
解
釈
を
高
麗
大
の
金
彦
鍾
（
キ

ム
・
オ
ン
ジ
ョ
ン
）
教
授
（
漢
文
学
）
に
依
頼
し
た
結
果
、「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」
が
世
界
最
古
の
木
版
印
刷

物
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

こ
の
判
読
結
果
に
つ
い
て
、
国
立
中
央
博
物
館
の
オ
・
ヨ
ン
ソ
ン
学
芸
研
究
士
は
「
塔
の
創
建
時
に
収
め
ら
れ

た
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」
を
高
麗
時
代
に
補
修
し
、「
元
ど
お
り
に
収
め
直
し
た
」
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 
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「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
」
が
新
羅
時
代
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。 

し
か
し
、
匿
名
を
希
望
す
る
あ
る
文
化
財
委
員
は
「
金
銅
製
の
舍
利
外
函
や
銀
製
の
舍
利
函
な
ど
、
釈
迦
塔
創

建
時
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
遺
物
は
重
修
記
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
重
修
記
に
記
さ
れ
た
遺
物
は
高
麗

時
代
の
も
の
と
見
る
の
が
論
理
的
」
と
指
摘
し
た
。 

慎
亨
浚
（
シ
ン･

ヒ
ョ
ン
ジ
ュ
ン
）
記
者
（
文
化
部
） 
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【
コ
ラ
ム
】
世
界
最
古
と
さ
れ
て
き
た
「
無
垢
陀
羅
尼
経
」
の
真
実 

朝
鮮
日
報
（
二
〇
〇
七
年
三
月
一
二
日
） 

 
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
が
高
麗
時
代
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
本
紙
の
報
道
は
戸
惑
い
を
も
っ
て
受

け
と
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
「
世
界
最
古
の
木
版
印
刷
物
」
と
し
て
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て

き
た
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。
そ
れ
は
記
者
も
同
じ
だ
っ
た
。 

一
〇
二
四
年
に
記
録
さ
れ
た
「
釈
迦
（
し
ゃ
か
）
塔
・
重
修
記
（
修
復
記
録
）
」
に
「
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
を

収
め
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
半
月
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
。
そ
の
話
は
あ
る
文
化
財
に
関
す
る

専
門
家
か
ら
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
専
門
家
は
「
残
念
な
こ
と
だ
が
、
事
実
は
事
実
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
し
か
な

い
だ
ろ
う
」
と
語
っ
た
。 

何
日
か
悩
ん
だ
揚
げ
句
、
小
学
校
の
教
科
書
で
習
っ
た
「
ペ
ン
の
力
」
と
い
う
話
を
思
い
返
し
な
が
ら
、
取
材

を
開
始
し
た
。
そ
の
話
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
英
国
で
、
新
聞
社
の
中
で
唯
一
「
デ
ー
リ
ー
メ
ー
ル
」
紙

だ
け
が
、「
戦
況
は
英
国
に
不
利
だ
」
と
い
う
事
実
を
何
度
も
報
道
し
た
と
い
う
逸
話
だ
。
こ
れ
に
は
「
敵
を
利
す

る
も
の
」
と
い
う
非
難
が
殺
到
し
た
。
だ
が
前
線
か
ら
帰
還
し
た
負
傷
兵
を
通
じ
て
「
実
際
の
戦
況
」
が
明
ら
か

に
な
り
、
英
国
政
府
は
兵
器
改
善
な
ど
を
急
ぎ
、
そ
の
結
果
連
合
軍
は
勝
利
し
た
。
戦
争
が
終
わ
っ
た
後
、
ド
イ

ツ
皇
帝
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
は
「
わ
た
し
は
デ
ー
リ
ー
・
メ
ー
ル
と
い
う
新
聞
の
せ
い
で
負
け
た
」
と
語
っ
た
。 

 

今
回
の
報
道
に
対
す
る
反
応
は
予
想
通
り
だ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
非
難
す
る
声
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。 

中
央
博
物
館
の
関
係
者
も
、
困
惑
を
隠
せ
な
い
で
い
る
。
大
統
領
府
広
報
主
席
室
か
ら
は
「
な
ぜ
朝
鮮
日
報
だ
け
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に
資
料
を
提
供
し
た
の
か
」
と
し
、
経
緯
を
書
面
で
説
明
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
と
い
う
。 

中
央
博
物
館
が
九
日
に
発
表
し
た
報
道
資
料
に
は
、
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
の
製
作
時
期
に
関
し
て
何
の
言
及

も
な
か
っ
た
。
た
だ
「
一
〇
二
四
年
に
釈
迦
塔
を
修
復
し
た
際
、
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
を
安
置
し
た
こ
と
を
重

修
記
か
ら
確
認
し
た
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
た
。 

一
部
の
メ
デ
ィ
ア
は
「
重
修
記
を
き
ち
ん
と
解
読
す
れ
ば
、
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
は
釈
迦
塔
を
建
立
し
た
際

（
西
暦
七
五
一
年
）
に
安
置
さ
れ
、
そ
の
後
高
麗
時
代
に
補
修
工
事
を
行
っ
た
際
に
入
れ
直
し
た
こ
と
が
わ
か
る
」

と
報
道
し
た
。
し
か
し
一
九
六
六
年
に
釈
迦
塔
仏
舎
利
蔵
置
が
発
見
さ
れ
た
時
の
状
況
を
よ
く
知
っ
て
い
る
専
門

家
た
ち
は
「
説
得
力
の
な
い
話
」
と
一
蹴
（
い
っ
し
ゅ
う
）
し
た
。 

釈
迦
塔
か
ら
は
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
だ
け
で
な
く
、
仏
舎
利
を
収
め
た
舎
利
瓶
や
銀
製
の
内
箱
・
外
箱
、
金

銅
製
の
舎
利
箱
な
ど
、
新
羅
時
代
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
「
舎
利
蔵
置
の
重
要
部
分
」
が
発
見
さ
れ
た
。

し
か
し
舎
利
や
「
随
錦
台
」
な
ど
釈
迦
塔
の
中
に
収
め
ら
れ
た
遺
物
の
目
録
を
詳
細
に
記
し
た
重
修
記
に
は
、
こ

う
し
た
「
舎
利
蔵
置
の
重
要
部
分
」
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
重
修
記
に
記
録
さ
れ
た
収
蔵
品
は
釈

迦
塔
を
補
修
し
た
高
麗
時
代
に
収
め
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

現
時
点
で
も
っ
と
も
よ
く
情
況
を
把
握
し
て
い
る
中
央
博
物
館
が
、
公
式
資
料
の
中
で
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経

の
製
作
時
期
に
全
く
言
及
で
き
な
い
で
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
が
あ
る
か
ら
だ
。
中
央
博
物
館
は
、
釈
迦
塔

重
修
記
は
も
ち
ろ
ん
、
釈
迦
塔
重
修
記
と
一
緒
に
発
見
さ
れ
た
別
の
釈
迦
塔
の
修
復
記
録
で
あ
る
「
形
止
記
」（
一

〇
三
八
年
）
な
ど
、
釈
迦
塔
か
ら
発
見
さ
れ
た
約
一
一
〇
片
に
及
ぶ
「
墨
書
紙
片
」
も
ま
だ
全
面
的
に
は
公
開
し

て
い
な
い
。
公
開
さ
れ
た
の
は
三
〇
余
片
に
破
れ
た
「
重
修
記
」
の
中
の
二
片
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、 
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中
央
博
物
館
の
苦
し
い
立
場
を
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
い
つ
ま
で
も
「
パ
ン
ド

ラ
の
箱
」
を
閉
め
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
今
か
ら
で
も
専
門
家
ら
に
す
べ
て
の
資
料
を
公
開
し
、
共
同
研

究
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
「
結
果
的
に
歪
曲
（
わ
い
き
ょ
く
）
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
神
話
」
で
は
な
く
、

「
事
実
」
を
知
ら
せ
る
の
が
道
理
だ
。
も
ち
ろ
ん
共
同
研
究
を
通
じ
、
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
が
新
羅
時
代
に
製

作
さ
れ
た
も
の
だ
と
判
明
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
。 

慎
亨
浚
（
シ
ン･

ヒ
ョ
ン
ジ
ュ
ン
）
記
者
（
文
化
部
）
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【
萬
物
相
】
仏
国
寺
釈
迦
塔
の
秘
密 

朝
鮮
日
報
（
二
〇
〇
七
年
四
月
一
日
） 

  

一
九
六
六
年
九
月
、
仏
国
寺
の
泛
影
楼
の
補
修
工
事
を
し
て
い
た
現
場
監
督
が
釈
迦
塔
の
前
を
通
っ
た
際
、
三

ヵ
所
に
ひ
び
が
入
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
仏
国
寺
側
は
地
震
が
原
因
と
発
表
し
た
が
、
文
化
財
委
員
ら
が
調 

査
し
た
と
こ
ろ
、
盗
掘
犯
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 

そ
の
後
、
盗
掘
犯
の
一
味
は
直
ち
に
逮
捕
さ
れ
、
釈
迦
塔
は
解
体
修
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
羅
・
景
徳

王
一
〇
年(

七
五
一
年)

の
仏
国
寺
創
建
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
建
て
ら
れ
た
釈
迦
塔
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
内
部
が

世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

一
ヶ
月
後
、
釈
迦
塔
が
解
体
さ
れ
、
二
層
目
の
中
か
ら
金
銅
製
の
舎
利
函
と
香
木
、
曲
玉
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
。

特
に
舎
利
函
か
ら
発
見
さ
れ
た｢

無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経｣

が
注
目
を
集
め
た
。
縦
八
セ
ン
チ
、
横
六
二
〇
セ
ン
チ

の
韓
紙(

朝
鮮
紙)

の
巻
物
に
印
刷
さ
れ
た
こ
の
経
典
は
、
唐
の
則
天
武
后
代
（
六
九
〇
―
七
〇
四
年
）
に
の
み
使
用

さ
れ
た
特
殊
な
字
体
で
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
八
世
紀
初
め
に
製
作
さ
れ
た
世
界
最
古
の
木
版
印
刷
物
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 

発
見
さ
れ
た
遺
物
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
つ
に
固
ま
っ
た
紙
の
塊
と
何
か
を
絹
に
包
ん
だ
も
の
も
発

に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
文
化
財
保
存
技
術
で
は
、
一
二
〇
〇
年
前
の
古
紙
に
手
を
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
比
較
的
状
態
が
良
好
な
陀
羅
尼
経
で
す
ら
、
日
本
の
専
門
家
に
保
存
処
理
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
紙
の
塊
に
対
し
て
は
、
一
枚
一
枚
分
離
し
温
度
・
湿
度
を
最
適
な
状
態
に
保
つ
応
急
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措
置
が
九
七
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
取
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
一
方
、
絹
に
包
ま
れ
た
物
体
も
、
Ｘ
線
で
撮
影
し
、

中
身
が
紙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。 

二
〇
〇
五
年
、
こ
の
紙
の
塊
の
中
に
「
釈
迦
塔
重
修
記
」
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
判
明
し
た
。
十
一
世
紀

初
め
に
釈
迦
塔
の
大
修
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
釈
迦
塔
遺
物
の
製
作
時
期
に
関
心
が
集

中
し
た
。
こ
の
重
修
記
の
内
容
が
最
近
判
読
さ
れ
、
陀
羅
尼
経
は
新
羅
代
で
は
な
く
、
高
麗
初
期
に
製
作
さ
れ
た

も
の
と
主
張
す
る
声
も
上
が
っ
た
。
つ
ま
り
、｢

世
界
最
古
の
木
版
印
刷
物｣

で
は
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。 

 

そ
の
後
、「
陀
羅
尼
経
二
点
を
塔
の
中
に
納
め
た
」
と
い
う
記
述
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
ま

た
、
あ
る
専
門
家
は
「
絹
に
包
ま
れ
た
物
体
が
も
う
一
つ
の
陀
羅
尼
経
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
主
張
し
て
お

り
、
釈
迦
塔
遺
物
に
対
す
る
関
心
は
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
あ
ら
ゆ
る
疑
問
を
解
決
す
る
責
任
は
、
釈
迦
塔
遺
物
を
四
〇
年
間
管
理
し
き
た
国
立
中
央
博
物
館
に
あ
る
。

技
術
が
不
足
し
て
い
た
時
期
は
仕
方
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
一
〇
年
間
の
国
立
中
央
博
物
館
の
振
る
舞
い

は
理
解
し
が
た
い
。
マ
ス
コ
ミ
に
事
実
が
知
ら
れ
た
の
で
、
し
ぶ
し
ぶ
調
査
を
行
う
か
の
よ
う
な
消
極
的
な
姿
勢

を
見
せ
て
い
る
の
だ
。
最
も
重
要
な
重
修
記
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
一
年
半
以
上
解
釈
を
せ
ず
放
置
し
た
ま
ま
だ
。

事
な
か
れ
主
義
が
は
び
こ
る
官
僚
体
質
が
文
化
財
管
理
に
ま
で
浸
透
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

李
先
敏(

イ･

ソ
ン
ミ
ン)

論
説
委
員 

 


